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第
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第
一
班

芸

五
二

田

光

男

髄

山

i
.
緒

論

去
る
八
月
十
五
匂
十
六
桁
日
の
休
暇
を
利
用
し
て
=

光
地
方
施
行
の
際
に
於
け
る
僅
少
な
る
観
察
を
基
礎
だ

し
て
'
岡
上
の
考
塞
ぎ
を
併
せ
て
㌧
火
山
地
方
に
於
け

る
二
次
的
地
鍵
に
就
て
述
べ
て
見
た
い
'
そ
し
て
同
軍

講
究
華
の
教
示
を
願
-
次
第
で
あ
-
ま
す
O

〓
'
メ

Ⅰ

サ

精
銅
所
蓮
か
ら
上
流
大
谷
川
の
左
岸
に
は
玄
武
岩
の

柱
状
節
理
を
な
す
立
派
な
露
出
を
な
し
'
某
が
左
岸
に

絶
壁
を
な
し
て
屠
る
｡
谷
底
に
凍
っ
て
頂
上
迄
も
見
上

げ
得
る
程
で
あ
る
｡
洗
濯
茶
屋
附
妃
か
ら
顧
み
た
な
ら

ば
.
其
絶
壁
の
頂
上
に
は

7
両
青
い
草
原
を
な
し
卓
状■

を
な
し
て
屠
る
'
辻
村
埋
畢
士
の
地
形
軍
に
あ
る
.
メ

●
●

○
●
■
●

-
サ
或
は
ビ
ク
ー
ト
地
形
に
親
し
い
ご
恩
ふ
｡
男
磯
山
㍍

.
船

越

素

1

の
熔
岩
は
中
央
火
口
か
ら
四
方
に
流
れ
化
が
'
其
最
も

多
-
続
出
し
た
方
面
は
該
固
錐
の
東

斜
面
で
あ
っ
て
.

虎
は
替
山
地
の
濃
砥
部
の
.谷
で
あ
っ
た
.
丹
勢
山
だ
イ

プ
ラ
峠
ど
の
問
の
谷
即
素
見
｡初
音
｡
藤
牧
B
の
三
港
を

引
い
た
発
揮
だ
､
南
は
華
厳
以
下
の
大
谷
川
の
谷
}J
の

問
は
其
搾
岩
の
幅
を
な
し
精
銅
所
の
曹
鏡
p
溜
ノ
卒
は

其
末
端
で
あ
る
串
は
地
形
同
上
判
戯
ビ
簡
む
事
が
出
凍

る

0
其
後
河
水
の
浸
蝕
に
よ
っ
て
熔
岩
股
は
綿
耕
さ
れ
た
そ

し
て
穫
蝕
の
原
則
ビ
し
て
熔
岩
だ
両
側
の
啓
山
地
ど
の

裾
脊
谷
か
ら
最
も
早
-
浸
蝕
さ
る
べ
き
で
あ
る
｡

1
旦

爆
岩
の
翁
に
埋
め
ら
れ
た
大
谷
川
は
丑
i後
の
復
悟
に
よ

っ
て
浸
蝕
は
段
々
だ
上
流
に
逢
し
て
行
っ
た
'
そ
し
て

足
尾
山
塊
の
着
生
層
水
成
岩
だ
熔
岩
流
ど
の
接
細
面
は

荏
蝕
を
な
す
に
好
都
食
で
あ
っ
た
'
整
い
熔
岩
を
残
し

て
'此
按
的
軟
弱
な
水
成
岩
膚
の
側
を
探
-
刷
刺
し
た
｡



川
の
夜
蝕
は
先
づ
英
寝
顔
的
上
流
部
分
か
ら
な
さ
れ
る

此
理
に
よ
っ
て
大
谷
州
は
最
混
線
的
上
流
部
か
ら
最
も

早
-
別
磨
さ
れ
前
の
傭
件
だ
共
に

7
膚
深
い
谷
を
形
成

●
●
●

し
た
其
結
果
現
在
の
メ
-
サ
地
形
が
出
席
上
っ
た
事
で

あ
ら
う
.
夫
れ
}J
同
時
の
生
成
に
か
～
る
発
揮
の
谷
は

大
典
名
手
山
麓
の
廃

熔
岩
亡
の
接
触
で
あ
る
故
に
地
盤

堅
固
で
ゐ
-
そ
し
て
大
谷
川
の
故
谷
で
あ
る
三
石
ふ
不

利
な
催
件
に
よ
っ
て
未
だ
充
分
の
侵
蝕
を
な
さ
ず
し
て

所
々
に
罷
布
を
さ
へ
懸
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
.

t]).
爆

布

衣

湖

沼

男
機
山
の
噴
出
は
該
地
方
に
種
々
の
地
形
舜
化
を
輿

へ
熔
岩
の
名
に
谷
は
堰
止
め
ら
れ
て
湖
を
造
-
中
滞
寺

湖
及
戦
域
ケ
膜
は
夫
れ
で
あ
-
.
三
番
の
麓
に
は
薗
′

湖
及
切
込
｡
苅
込
の
堰
止
湖
を
な
し
て
ゐ
る
.
之
等
三

欄
湖
沼
は
三
岳
或
は
太
郎
山
噴
出
の
結
果
で
あ
る
｡
戦

場
ケ
原
の
み
は
最
早
水
は
漏
れ
て
贋

い
中
原
を
な
し
て

ゐ
る
が
'
周
田
の
山
地
か
ら
の
利
剣
砂
塵
に
よ
っ
て
'

湖
底
は
埋
め
ら
れ
た
の
ど
.
後
に
通
る
断
層
に
よ
る
結

果

!
犀
潟
水
を
早
め
た
革
で
あ
る
.
日
光
地
方
に
は
数

日

光

男

規

山

多
-
の
保
布
が
存
在
し
て
ゐ
る
が
'
此
等
は
火
山
地
方

に
於
け
る
浸
蝕
の
階
段
に
あ
る
革
は
,
既
知
の
革
質
で

あ
る
〇

四
.
弟
櫨
山
岡
近
の
地

茂
噺
瞥
地
形

二
千
四
百
八
十
四
米
｡
四

の
高
さ
を
有
す
る
男
鰻
山

損
上
に
は
.
直
径
四
富
来
の
噴
火
口
を
有
し
略
固
形
を

な
し
火
口
底
か
ら
ほ
約
二
三
百
米
の
高
さ
を
な
し
て
ゐ

る
'
そ
し
て
其
北
側
火
口
壁
は

一
部
映
険
し
'
其
口
内

か
ら
火
口
瀬
beJ
な
っ
て
直
線
状
に
.
大
き
な
樺
を
作
っ

て
聡
に
達
し
太
郎
山
麓
に
至
っ
て
西
に
折
れ
､
和
博
ど

な
-
戦
域
ケ
原
に
下
っ
て
ゐ
る
｡

地
形
園
を
見
る
に
此
南
北
の
樺
を
境
だ
し
て
.
西

へ

約
九
百
米
韓
の
幅
を
な
し
て
.
他
の
斜
面
亡
は
選
っ
た

地
形
を
な
し
'
北
だ
西

へ
延
び
て
御
浮
に
至
っ
て
ゐ
る

そ
し
て
麓

へ
下
る
に
従
っ
て
其
帽
を
増
し
r

7
部
は
太

郎
山
麓
に
突
常

か
P
酉
年
部
は
中
途
か
ら
西

へ
曲

っ
て

職
域
ケ
原
湖
盆
に
蓮
し
て
居
る
｡
そ
し
て
其
斜
面
に
は

比
較
的
小
谷
が
数
多
刻
ま
れ
て
ゐ
る
事
が
知
れ
る
｡
其

最
上
部
の
火
口
壁
の

1
部
も
北

へ
ズ
ブ
落
ち
た
形
式
を

警

五
三



地

球

第
七
巻

な
し
て
ゐ
る

(薯
火
口
を
瞳
固
形
A,J
想
像
す
れ
ば
火
口

罪

7
流

露

五
四

肝
陶
塵
照
)
幼

時

盛

砂
を
な
し
小
山
を
作
っ
て
其
の

肘
掛
設
明

男
鴨
山
中
鞭
額
面
は
地

､u
地
域
､
矢
は
.u
郵
り

方
向
在
示
す
(
ィ
)
の
鮎

輔
は
火
港
口
壁
の
想
像

紘
-
現
在
の
火
口
壁
.u

動
寸1
の
蹄
雛
を
祁
サ
ー

(
打
)新
線
は
地
.13
に
伴

ふ
想
像
噺
層
線
､

･

職
場
ケ
原
中
央
の
累
増

は
断
層
橡
を
訳
す

瀬
を
な
す
個
魔
の
壁
は
幾
分
北
へ
押
出
し
た
串
ど
な
る

止
を
叩
き
な
ら
し
て
ゐ
る
時
'
偶
然

1
方
の
側
が
崩
れ



落
ち
る
串
等
を
魔
わ
て
ゐ
る
'
其
時
の
型
は
丁
度
此
地

形
だ
瓶
似
の
戒
が
せ
ら
る
る
｡

山
崩
の
際
障
軍
物
に
衝
突
し
た
墳
食
.
其
兼
備
は
盛

-
上
-
の
地
形
を
な
し
.
叉
浸
蝕
作
用
に
封
し
て
は
免

塊
岩
だ
同
性
質
を
有
し
.
多
-
の
一小
刻
み
の
谷
が
教
達

す
る
}J
は
.
地
球
約
五
番
五
紙
の
本
間
党
鐘
の
温
泉
火

山
に
致
示
さ
れ
た
｡
男
髄
山
の
蟻
食
之
等
地
形
に
符
食

す
る
も
の
で
あ
っ
て
.
火
口
渦
の
輝
を
境
に
東
だ
甫
亡

に
は
水
卒
曲
線
に
異
常
の
差
異
を
認
め
ら
れ
る
｡
即
前

者
に
は
水
中
曲
線
に
多
-
の
出
入
を
見
な
い
が
崩
塊
斜

面

だ思
は
れ
る
側
に
は
.
多
-
の
深
い
出
入
を
認
め
其

虞

に小
谷
の
静
達
を
知
る
'
そ
し
て
其
斜
面
は
前
に
も

云
っ
た
横
に
途
中
か
ら
二
つ
に
別
れ
'

一
つ
は
急
遅
太

郎
山
麓
に
突
皆
-
p
盛
上
ト
の
地
形
を
な
し
p
其
裾
合

谷
に
御
洋
の
切
込
み
が
群
雄
た
'

一
方
西
側
の

一
つ
は

西

へ
折
れ
て
経
傾
斜
を
以
っ
て
戦
域
ケ
尿
中
に
拘
わ
で

ゐ
る
｡
押
出
し
斜
面
の
西
急
斜
面
に
は
多
-
の
樺
が
駿

達
し
其
樺
だ
揮
官
は
互
に
癒
着
せ
ん
ば
か
-
に
な
っ
て

ゐ
る
｡
之
等
地
形
か
ら
考
察
し
て
山
崩
れ
の
あ
っ
た
串

を
略
寮
す
る
串
が
出
凍
る
｡

日

光

男

髄

山

蜘
輝
の
中
を
徒
渉
し
た
な
れ
ば
.

1
膚
其
戚
を
瑠
-

す
る
'
他
の
斜
面
を
破
っ
た
教
科
状
の
輝
に
は
.
熔
岩

の
成
層
露
出
を
見
'
整
然
た
る
成
層
火
山
錐
な
る
串
を

思
ふ
が
.
彼
の
御
洋
に
は
其
熔
岩
層
を
見
る
串

が
出
凍

得
な
い
.
両
側
の
絶
壁
に
は
凝
白
色
砂
嚢
岩
の
み
で
'

脆
弱
な
其
岩
石
は
域
槌
を
打
て
ば
ポ
p

--1
に
崩
れ
.

一
つ
の
石
塊
yJ
し
て
採
取
し
難
い
も
の
で
あ
る
Q

岩
粕
は
砂
質
中
に
は
角
閃
石
の
小
結
晶
だ
石
英
の
小

粒
を
膚
す
る
も
の
で
あ
っ
て
或
は
安
山
岩
贋
熔
岩
の
崩

塊
岩
で
は
な
い
か
ビ
思
は
れ
る
.
そ
し
て
其
中
に
は
比

較
的
大
塊
を
な
し
て
脚
色
岩
塊
も
払
っ
て
ゐ
か
･
此
-

の
如
き
崩
壊
質
物
の
藤
達
は
御
揮
各
部
に
達
し
て
ゐ
る

地
｣,2-
の
盛
に
成
藤
山万
石
は
砕
糾
さ
れ
て
'
麓
の
方

へ

押
出
し
此
御
揮
附
近
に
雌
の
如
き
砕
屑
物
が
'
停
-
堆

積
し
た
串
が
容
せ
ら
れ
る
｡

頂
上
三
朝
鮎
か
ら
北
望
す
れ
ば
.
深
い
火
口
を
隔
て

～
北
側
壁
の

…
都
は
火
口
網
に
按

-
況
-
切
断
さ
れ
て

下
の
方

へ
.u
-
落
ち
た
様
な
地
形
を
見
る
こ
亡
が
出
凍

る
'
そ
し
て
落
ち
た
壁
内
は
切
立

っ
た
様
な
白
い
地
肌

を
下
竿
部
に
見
せ
て
ゐ
る
.
頂
上
三
朝
鮎
の
最
高
部
だ

･
霊

五
五



地

球

第
七
聴

北
側
火
口
壁
ど
の
高
度
の
差
は
約
二
盲
犬
を
な
し
て
ゐ

る
0之

等
の
革
質
を
綜
合
す
れ
ば
山
崩
的
地
,33
-
池
形
で

あ
る
事
だ
尉
ふ
'
そ
し
て
央
れ
が
火
口
湖
の
躍
を
境
だ

し
て
西
側
落
ち
の
断
層
的
麺
動
の
横
に
も
思
は
れ
る
｡

男
機
山
上
か
ら
北
を
見
れ
ば
太
郎
山
の
風
雅
は
西
の

方
は
裾
野
を
授
か
に
粧
し
基
が
山
王
峠
を
南
北
に
引
い

た
塵
か
ら
急
に
幌
起
し
て
三
岳
を
な
し
'
可
成
の
急
傾

斜
を
有
し
っ
ゝ
頂
上
に
萱
-
英
か
ら
多
少
の
起
伏
は
あ

る
が
卒
均
綬
傾
斜
を
な
し
て
笹
井
及
切
込
｡
苅
込
の
側

を
な
し
て
ゐ
る
O

静
ノ
湖
及
他
の
附
淀

の潮
も
共
に
熔
岩
の
堰
止
湖
で

あ
る
事
は
前
に
も
述
べ
た
が
'
該
湖
沼
の
生
成
は
三
歯

の
生
成
に
鹿
田
す
る
事
は
地
形
上
判
然
た
る
も
の
で
あ

っ
て
'
白
根
火
山
形
成
後
可
成
の
侵
蝕
彼
'
三
番
の
熔

岩
流
に
上
っ
て
現
在
の
様
に
兼

へ
内
側
を
向
け
た
.
略

三
日
月
を
な
す
事
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
'

然
し
三
番
其
も
の
が
発
熱
別
個
の
火
山
岳
で
あ
る
ビ

云
ふ
事
は
考

へ
ら
れ
な
い
.
雌
は
寧
ろ
太
郎
山
の
斜
面

地
瀞
で
あ
っ
た
ビ
解
粋
す
べ
き
で
あ
ら
う
.

欝

7
鱗

票

五
六

太
郎
山
麓
に
は
珠
つ
か
の
寄
生
火
山
丘
が
3=
凍
た
.

山
王
帽
子
由
及
三
岳
の
二
周
丘
は
英
等
寄
生
の
も
の
で

あ
っ
た
に
遵
ひ
な
い
｡
三
岳
の
各
国
丘
中
央
部
に
は
各

々
窪
み
を
有
し
て
ゐ
る
串
は
之
等
の
億
火
口
で
は
L･{
が

ら
う
か
o

太
郎
山
生
成
の
援
用
醍
山

S噴
出
が
あ
っ
た

(太
郎

山
の
中
心
か
ら
放
射
状
に
洗

出す
る
谷
は
最
早
可
成
優

雅
な
地
形
を
な
し
て
ゐ
る
が
'
男
健
山
の
放
射
状
の
輝

は
未
だ
新
し
い
若
い
状
態
に
あ
る
'
そ
し
て
男
鰭
山
麓

は
太
郎
山
鹿
の
上
に
乗
り
上
っ
て
ゐ
る
'
此
等
の
串
か

ら
男
慣
山
噴
出
の
新
期
な
る
事
も
察
し
得
ら
れ
る
ビ
思

A
)
其
彼
北
に
竜
る
局
部
的
断
層
に
よ
っ
て

(山
王
峠

の
南
北
線
)
太
郎
山
三
二
倍
だ
は
切
断
さ
れ
た
.
そ
し

て
三
倍
の
急
傾
斜
面
を
な
し
た
.

蕗
の
湖
の
排
水
口
湯
瀧
附
涯
か
ら
南
の
方
を
遠
望
す

れ
ば
戦
域
ケ
原
ビ
中
経
寺
湖
の
境
を
t･bす
高
山
が
.
莱

西
に
堤
防
の
横
に
延
び
て
ゐ
る
'
そ
し
て
其
中
程
か
ら

切
断
さ
れ
て
､
賂
州
が
其
魔
か
ら
張
れ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
'
其
切
目
の
虞
か
ら
兼
西
の
山
地
高
度
に
飴
程
の
高

低
の
差
が
見
え
る
'
地
圃
上
に
政
を
見
れ
ば
高
い
方
の



西
側
は
最
高

二

六
六
七
水
玉
を
有
し
兼
で
は

二

四

八
〇
米
を
な
し
約

i
八
七
米
の
差
を
な
し
て
ゐ
る
.
節

述
の
山
王
峠
だ
此
離
甥
の
瀧
の
間
を
引
延
せ
ば
'
南
北

に
直
線
を
な
す
の
で
あ
る
｡

三
岳
の
急
斜
面
下
に
は
光
椿
沼
が
あ

-
.
職
域
ケ
原

の
中
程
に
は
其
直
線
の
束
側
に
償
っ
て
'
赤
沼
が
存
在

す
る
'
雌
等
の
小
招
は
断
層
に
よ
る
東
側
落
ち
の
虻
で

あ
る
0

畳
.
結

論

之
等
断
層
及
山
朋
は
火
山
地
方
に
屡
々
行
は
れ
る
二

次
的
地
鍵
に
披
る
結
果
で
あ
っ
て
.
太
郎
山
.
男
鷹
山

の
噴
出
後
地
表
過
重
の
男
に
地
盤
は
局
部
的
に
沈
降
を

な
し
た
rJ

山
崩
に
就
て
は
地
形
上
爆
密
的
形
相
を
毒
し
て
ゐ
な

い
'
唯
罫
に
三
岳
の
断
層
の
除
鮭
に
よ
っ
て
の
み
生
成

さ
れ
た
様
に
戚
せ
ら
れ
る
る
等
の
軍
か
ら
推
察
し
て
男

酷
山
及
太
郎
山
地
下
の
熔
岩
系
は
恐
ら
-
は
'
最
早
冷

却
の
域
に
逢
し
た
の
か
も
知
れ
労
い
.
熔
岩
冷
却
に
ょ

る
牧
鰐
に
よ
っ
て
地
盤
の
下
降
を
も
風
光
だ
解
す
べ
き

日

光

男

硯

山

で
あ
ら
-
'
故
に
男
慨
山
'
太
郎
山
等
は
火
山
だ
し
て

は
殆
ん
6F,J死
に
荘
い
も
の
で
あ
ら
-
'
之
等
の
結
静
か

ら
考

へ
れ
ば
恐
-
は
姉
妹
に
於
い
て
も
男
鱒
山
に
は
噴

火
だ
云
ふ
様
な
串
は
無
い
か
も
知
れ
な
い
.
た
ど
へ
地

震
は
あ
つ
て
も
其
は
や
は
-
熔
岩
冷
却
に
よ
る
結
果
に

他
な
ら
な
い
.
新
し
い
之
等
火
山
の
騒
動
が
終
粗
し
て

償

い
白
根
山
の
み
が
未
だ
活
動
の
僚
感
を
保
っ
て
ゐ
る

撃
は

一
種
不
可
解
の
桟
で
あ
る
が
'
其
ほ
暇
に
白
根
火

山
を
之
等
日
光
火
山
最
中
の
中
心
だ
見
た
な
れ
ば
其
虞

に
此
不
思
熊
は
解
け
る
評
で
あ
る
'
中
心
に
あ
る
熔
岩

系
は
他
の
熔
岩
枝
よ
-
も
大
な
る
串
が
解
せ
ら
れ
る
.

故
に
新
し
い
等
の
男
醍
山
の
熔
岩
系
は
早
-
冷
却
し
其

中
心
た
る
白
根
火
山
に
其
飴
命
を
持
し
て
ゐ
る
串
だ
思

は
れ
る
｡

此
考
は
私

一
個
の
見
解
で
あ
っ
て
男
髄
山
地
方
地
形

か
ら
推
察
し
.
斯
る
結
論
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
て
'
寡

聞
な
る
私
の
浅
畢
に
で
は
到
底
期
る
難
解
の
異
理
を
知

る
よ
し
も
な
い
が
.
大
方
諸
先
生
の
御
教
示
を
願
ひ
度

-
此
-
提
出
致
し
た
次
第
で
あ
る
O

(
一
九
二
六
･九
･四
･稿
)

悪

五
七


